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(

6

)

越
智
重
明
氏
「
白
衣
領
職
を
め
ぐ
っ
て
」

『小
尾
博
士
古
稀
記
念
中
園

風
平
論
集
』
(
一
九
八
三
〉
は
、
著
者
を
批
剣
し
つ
つ
除
名
と
克
官
の
同
質

性
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
相
違
黙
が
不
明
確
で
あ
る
。
そ
の
後
、
著
者
の

反
論
が
、
「
話
回
南
朝
に
お
け
る
律
令
と
身
分
制
」

『律
令
制
1

1
中
園
朝

鮮
の
法
と
園
家
』
(
一
九
八
六
〉
に
お
い
て
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
本
文

に
の
ベ
た
疑
問
黙
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。

(

7

)

著
者
に
は
、
ほ
か
に

「南
京
出
土
六
朝
基
に
関
す
る

一一一一一

の
問
題
」

『
人
文
研
究
』

一一
一
四
|
一
二
(
一
九
八
二
)
が
あ
る
。

「
東
耳
目
南
朝
の
公
団
」

『東
海
史
祭
』

一一一

(一

九
八
六
〉
。

「僑
州
都
燃
制
と
土
断
」
『中
園
貴
族
制
祉
舎
の
研
究
』
(
一
九
八
七
)
。

一
九
八
七
年
二
月
東
京
風
間
書
房

A
5
版
五
四
四
頁

一
五
五

O
O園

(

8

)

 

(

9

)

 

〔附
記
〕

本
稿
は
、
一
九
八
七
年
十
一
月
四
日
の
中
圏
中
世
史
研
究
舎
で
の
設
表
を
も

と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
御
敬
一
示
を
い
た
だ
い
た
著
者
の
中
村
圭
繭

先
生
は
じ
め
諸
先
生
方
に
末
尾
な
が
ら
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

河
田
悌
一
著

中
国
近
代
思
想
と
現
代

佐

藤

慎

河
田
悌

一
者
『
中
園
近
代
思
怨
と
現
代
|

|
知
的
朕
況
を
考
え
る
』

(
研
文

出
版
、
本
文
三
五
三
頁

・
猿
引
十
五
頁
、

一
九
八
七
年
〉
に
は
、
長
短
二
十
六

篇
も
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
e

清
代
初
期
か
ら
中
華
人
民
共
和
園
成
立

ま
で
の
約
三
百
年
聞
の
思
想
史
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
概
観
し
た
、

「中
園
近
代
に

お
け
る
思
想
の
流
れ
」
と
題
す
る
論
文
が
序
-章
に
置
か
れ
、
繍
く
二
十
五
篇
の

論
文
は
四
部
に
分
け
て
配
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
部
に
は
、
近
代
中
園
に
お

け
る
児
童
翻
の
獲
濯
を
扱
う

「近
代
中
閣
に
お
け
る
子
ど
も
」
と
、
毛
津
東
の

孫
子
槻
に
紛
れ
た

「毛
浮
東
と

『孫
子
』
」
と
い
う
二
木
の
エ
ッ
セ
イ
が
配
列

さ
れ
て
い
ま
す
。

(第
一

部
に
は
「
子
ど
も

・
毛
淳
東

・
孫
子
」
と
い
う
三
題

噺
め
い
た
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
三
者
の
相
互
関
連
を
ど
う
議
み
解
く
べ

き
か
色
々
考
え
て
み
ま
し
た
が
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
)
。
第
二
部
は
「
章
一
灼

麟
と
孫
文
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
は
河
田
さ
ん
の
主
要
皐
術
論
文
で
あ

る
「
否
定
の
思
想
家
・
一
軍
煩
麟
」
を
始
め
、
現
代
中
園
に
お
け
る
章
嫡
麟
と
孫

文
の
研
究
朕
況
を
紹
介
す
る
数
篇
の
論
文
が
枚
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
三
部
は

「新
し
い
知
的
紋
況
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
枚
め
ら
れ
た
六
本
の

論
文
で
は
、
文
化
大
革
命
以
後
の
急
速
に
努
貌
し
つ
つ
あ
る
中
園
に
お
い
て
、

研
究
者
が
い
か
な
る
「
政
治
的
」
問
題
を
抱
え
て
知
的
活
動
を
展
開
し
て
い
る

か
が
、
多
く
の
場
合
河
回
さ
ん
の
寅
見
に
基
づ
い
て
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
本

書
の
副
題
が
「
知
的
紋
況
を
考
え
る
」
で
す
か
ら
、
第
三
部
は
本
書
で
最
も
重
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要
な
部
分
な
の
で
し
ょ
う
。
最
後
の
第
四
部
の
題
名
は
「
星
術
研
究
の
動
向
」

で
す
が
、
こ
こ
で
は
中
園
に
お
け
る
中
園
研
究
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
園

研
究
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
三
年
か
ら

一
九
八
五
年
に
至
る
時
期
の
研
究
の
動
向
が
、

一
年
な
い
し
数
年
の
時
聞
の
幅

で
、

「
定
貼
観
測
」
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
河
田
さ
ん
が
か
つ

て
留
皐
し
た
イ
ェ
l
ル
大
皐
に
お
け
る
中
園
皐
の
研
究
・
数
育
を
中
心
に
、
ア

メ
リ
カ
の
中
園
研
究
の
現
放
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
上
が
、
本
書

の
構
成
の
概
略
で
す
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
論
文

・
エ
ッ
セ
イ
は
、

多
様
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
巻
頭
の
「
中
園
近
代
に
お
け
る
思
想
の
流
れ
L

q
初
昼
者
に
と
っ
て
中
園
近
代
思
想
史
へ
の
格
好
の
手
引
き
で
す
し
、
巻
末

に
牧
め
ら
れ
た
イ
ェ
l
ル
大
皐
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ペ
ン
ス
数
授
の
講
義
の
リ
l

デ
ィ
ン
グ

・
リ
ス
ト
は
、
中
園
研
究
の
専
門
家
に
と
っ
て
大
き
な
刺
激
と
な
る

は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
警
え
て
言
え
ば
、
本
書
は
総
合
衣
料
デ
パ
ー
ト
の
よ

う
な
も
の
で
す
。
衣
料
(
近
現
代
中
園
思
想
)
を
扱
う
と
い
う
勲
で
は
共
通
し

て
い
る
の
で
す
が
、
各
階
(
各
部
〉
ご
と
に
取
り
扱
う
一
商
品
が
異
な
り
、
し
か

も
大
衆
向
け
パ

i
ゲ
ン
・
セ
ー
ル
の
曾
場
か
ら
高
級
ブ
テ
ィ
ッ
ク
ま
で
同
じ
建

物
に
同
居
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
本
書
の
魅
力
の
一
つ
で
す
。
讃
者
は
デ
パ
ー

ト
の
中
を
気
ま
ま
に
歩
き
、
自
分
の
関
心
に
合
わ
せ
て
一
商
品
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。
扱
う
商
品
は
多
様
で
す
か
ら
、
き
っ
と
ど
こ
か
で
好
み
の
一
商
品
に
ぶ

つ
か
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
河
田
さ
ん
の
文
章
は
、
文
同
盟
は
卒
易
で
論
旨
は
明

快
で
す
か
ら
、
シ
Z

ツ
ピ
ン
グ
に
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
こ
の
本
書
の
魅
力
が
、
同
時
に
そ
の
ま
ま
本
書
の
弱
黙
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
書
物
と
し
て
の
主
題
が
不
鮮
明
な
の
で
す
。
本
書
に
牧
め

ら
れ
た
二
十
六
篇
の
文
章
は
、
い
ず
れ
も
既
愛
表
の
も
の
で
、
特
に
本
書
の
た

め
に
書
き
下
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
元
来
の
愛
表
の
時
期

も
場
所
も
様
々
で
、
想
定
読
者
も
異
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
性
格
の
異
な
る
文

章一
を
集
め
て
一
加
の
審
物
に
編
む
時
、
編
集
と
い
う
作
業
が
極
め
て
重
い
意
味

を
持
つ
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
何
度
も
本
書
を
譲
み
直
し

た
の
で
す
が
、
本
書
の
編
集
の
意
園
を
つ
い
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
。

も
し
も
私
が
編
集
者
で
あ
れ
ば
、
私
は
次
の
二
つ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
を
選

揮
し
た
で
し
ょ
う
。
一
つ
の
選
撲
は
、
「
序
設
」
と
し
て
収
め
ら
れ
た
「
中
園

近
代
に
お
け
る
思
想
の
流
れ
」
を
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
選
捧
で
す
。
こ
の

論
文
は
僅
か
三
十
三
頁
の
短
い
文
章
で
す
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
清
代
初
期

か
ら
中
華
人
民
共
和
園
成
立
に
至
る
約
三
百
年
の
思
想
の
流
れ
が
凝
縮
さ
れ
て

い
ま
す
。
紙
幅
の
制
約
か
ら
、
ほ
ん
の
要
黙
し
か
記
述
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

そ
こ
に
河
田
さ
ん
の
中
園
近
代
思
想
史
の
構
想
を
見
て
と
る
こ
と
は
十
分
に
可

能
で
す
。
も
し
も
十
分
な
枚
数
が
奥
え
ら
れ
た
ら
、
そ
こ
に
河
田
さ
ん
の
創
見

を
加
え
て
、
明
末
清
初
か
ら
中
華
人
民
共
和
園
成
立
に
至
る
壮
大
な
思
想
史
概

設
に
設
展
す
る
は
ず
の
萌
芽
が
、
こ
こ
に
は
存
在
し
ま
す
。
そ
し
て
現
在
我
々

の
前
に
な
く
・
出
現
が
切
望
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
大
き
な

構
想
を
持
っ
た
思
想
史
紙
設
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
思
想
史
を
醤
け
る
人
材

は
、
現
寅
に
は
決
し
て
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
研
究
の
分
業
化
が
進
ん
で
い
る
現

朕
で
は
、
清
代
思
想
史
の
専
門
家
や
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
の
思
想
史
の
専
門
家
は

い
て
も
、
雌
見
方
に
目
配
り
の
き
く
研
究
者
は
む
し
ろ
例
外
的
で
、
清
朝
考
査
皐

の
研
究
を
狭
義
の
専
門
と
し
、

-
草
煩
麟
や
陳
濁
秀
に
つ
い
て
も
業
績
を
持
つ
河

田
さ
ん
は
、
そ
の
数
少
な
い
例
外
の
一
人
で
す
。
私
が
編
集
者
で

あ
れ
ば
、

「
中
園
近
代
に
お
け
る
思
想
の
流
れ
」
を
基
に
、
河
田
さ
ん
を
脅
し
、
す
か

し
、
な
だ
め
、
一
加
の
本
格
的
な
中
園
近
代
思
想
史
概
設
の
出
版
を
目
指
し
た
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で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
の
選
探
は
、
こ
れ
と
針
照
的
に
、
現
代
中
園
の
皐
問
状
況
・
思
想

状
況
の
分
析
を
主
題
と
す
る
第
三
部
・
第
四
部
を
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
選

律
で
す
e

本
書
の
こ
の
部
分
に
は
、
多
く
の
貴
重
な
皐
術
情
報
が
含
ま
れ
て

い

ま
す
。
私
自
身
、
津
山
の
こ
と
を
こ
こ
か
ら
察
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に

枚
め
ら
れ
た
論
文
は
、
一
年
な
い
し
数
年
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
の
幅
の
中
で

の
中
園
の
翠
術
動
向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
黙
で
分
析
し
た
、
い
わ
ば
時
評
的
性

橋
の
文
章
で
す
。
こ
う
し
た
文
章
を
原
型
の
ま
ま
再
録
す
る
こ
と
は
、
激
動
す

る
中
園
皐
術
を
前
に
し
た
日
本
人
中
園
研
究
者
の
謹
言
を
後
世
に
侍
え
る
と
い

う
黙
で
は
、
も
ち
ろ
ん
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
。
と
は
い
え
こ
う
し
て
一
加
の

替
を
編
む
か
ら
に
は
、
そ
れ
に
つ
け
加
え
る
形
で
、
現
在
の
時
貼
で
の
河
田
さ

ん
の
総
括
的
回
顧
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
恐
ら
く
そ

う
し
た
総
括
的
回
顧
は
、
皐
術
と
い
う
限
定
さ
れ
た
視
角
か
ら
捉
え
た
も
の
で

は
あ
れ
、
文
革
か
ら
現
在
に
至
る
十
五
年
の
混
沌
と
し
た
思
想
吠
況
を
整
序
す

る
、
一
筒
の
思
想
史
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
こ
の
よ

う
な
思
想
史
も
ま
た
、
現
在
我
々
の
前
に
な
く
、
出
現
が
待
望
玉
れ
て
い
る
も

の
な
の
で
す
。
私
が
編
集
者
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
河
田
さ
ん
を
脅
し
、
す
か

し
、
な
だ
め
、
そ
の
よ
う
な
総
括
的
回
顧
を
是
非
と
も
書
い
て
も
ら
い
、
そ
れ

を
軸
に
一
加
の
書
物
を
編
ん
だ
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
、

「
知
的
状
況
を
考
え
る
」
と
い
う
本
書
の
副
題
に
ふ
さ
わ
し
い
選
捧
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ら
二
つ
の
選
樺
肢
は
、
相
互
に
濁
立
し
た
選
捧
肢
で
あ
る
と
、
私
は
考

え
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
来
二
加
の
大
著
に
設
展
す
べ
き
萌
芽
と
し
て
の

貴
重
な
素
材
を
、

萌
芽
の
ま
ま
に
一
加
の
書
物
に
投
げ
込
み
、
結
果
的
に
書
物

と
し
て
の
主
題
が
不
鮮
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
本
書
の
弱
貼
で
あ
る
と

私
は
考
え
ま
す
。
私
の
考
え
は
、
編
集
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
な
い
も
の
ね

だ
り
の
除
り
に
無
理
な
注
文
と
映
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か
に、

般
に
私
が

河
田
さ
ん
の
立
場
に
置
か
れ
た
と
し
て
、
い
か
に
編
集
者
に
脅
さ
れ
、
す
か
さ

れ
、
な
だ
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
う
関
車
に
現
代
中
園
皐
術
の
総
括
的
回
顧

や
近
代
中
園
思
想
史
概
設
の
執
筆
を
引
き
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
の
こ
と
は
百
も
承
知
の
上
で
言
う
の
で
す
が
、
そ
こ
を
何
と
か
す
る
の

が
編
集
者
で
あ
り
、
書
物
の
編
集
・
出
版
と
い
う
仕
事
を
通
し
て
文
化
の
創
造

に
貢
献
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
く
ぐ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
難
関
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

編
集
者
に
封
す
る
注
文
や
疑
問
ば
か
り
書
き
つ
ら
ね
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん

著
者
に
た
い
す
る
注
文
や
疑
問
も
あ
り
ま
す
。
特
に
そ
れ
を
感
じ
る
の
は
、
中

閣
の
「
知
的
状
況
」
を
扱
う
第
一
一
一
部
と
第
四
部
に
関
し
て
で
す
。
結
論
か
ら
言

え
ば
、
「
知
的
状
況
」
を
捉
え
る
河
田
さ
ん
の
観
角
が
、
私
に
は
十
分
納
得
で

き
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
河
田
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
周
知
の
よ
う
に
、
即
時
統
的
に
中
園
で
は
、
思
一'
術
は
政
治
と
密
媛
に
結
び
つ

い
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。
の
み
な
ら
ず
、
社
舎
主
義
陸
制
の
中
園

に
な
っ
て
か
ら
、
拳
術
の
存
在
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
つ
よ
く
政
治
の
支
配
を

う
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、

タ
凶
人
組
今
時
代
に
は

げ
し
く
鼓
吹
さ
れ
た
孔
子
批
剣
|

|
批
林
批
孔
運
動
、
儒
法
闘
争
史
な
ど
を

み
れ
ば
、
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
え
よ
う
。
聞
学
術
は
政
治
に
服
従
す
る
し
も
ベ
で

あ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
中
園
に
お
け
る
象
術
の
動
向
こ
そ
、
中
園
の
政

治
朕
況
を
う
ら
な
う
、
ひ
と
つ
の
強
力
な
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
だ
と
い
っ
て

も
、
け
っ
し
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」

(
二
四
七
頁
〉

類
似
の
表
現
は
第
三
部
と
第
四
部
に
牧
め
ら
れ
た
文
章
の
至
る
と
こ
ろ
に
現

れ
、
恐
ら
く
こ
の
「
政
治
と
皐
術
」
と
い
う
軸
こ
そ
、
河
閉
さ
ん
が
現
代
中
閥

po 
rhd 
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の
知
的
状
況
を
分
析
す
る
際
の
最
も
基
本
的
な
枠
組
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
私
が
十
分
納
得
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
枠
組
に
関
し
て
な

の
で
す
。

第
一
の
疑
問
は
、
こ
う
し
た
枠
組
で
果
た
し
て
中
園
の
皐
術
吠
況
や
政
治
欣

況
が
解
明
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
す
。
確
か
に
、
例
え
ば
河
田
さ
ん
が

「
洋
務
運
動
と
現
代
中
関
」
(
第
三
部
〉
で
力
設
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
園
が

現
代
化
政
策
や
封
外
開
放
政
策
を
採
用
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
民
子
術
界
に
お
け

る
洋
務
運
動
評
債
が
、
政
策
の
進
展
と
波
長
を
合
わ
せ
て
、
し
か
も
政
策
を
正

統
化
す
る
方
向
で
、
従
来
の
洋
務
運
動
評
債
と
一
隻
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
一

繁
し
た
主
張
を
唱
え
る
皐
者
が
増
え
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
貧
で
す
。
こ

れ
を
以
て
河
田
さ
ん
の
よ
う
に
「
謬
術
は
政
治
に
服
従
す
る
し
も
べ
」
と
断
定

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
し
、
私
も
感
情
的
に
は
十
分
間
感
で
き
ま
す
。

し
か
し
問
題
は
、
そ
う
断
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
的
に
何
が
見
え
て
く
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
前
提
で
皐

術
の
動
向
を
検
討
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
政
治
の
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る

袋
化
と
パ
ラ
レ
ル
な
獲
化
を
皐
術
の
世
界
で
確
認
し
て
終
わ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
一
穫
の
循
環
論
で
す
。
つ
ま

り
、
現
代
中
園
に
お
い
て
は
政
治
が
翠
術
を
支
配
す
る
と
い
う
前
提
に
立
っ

て
、
し
か
も
政
治
の
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
嬰
化
を
所
輿
と
し
て
皐
術
界
を
見

れ
ば
、
類
似
の
獲
化
を
皐
術
界
に
見
出
す
こ
と
は
恐
ら
く
容
易
で
す
。
そ
れ
は

確
か
に
前
提
の
正
し
さ
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
は
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
以
上
の
新
た
な
裂
見
は
、
政
治
の
世
界
に
関
し
て
も
、
あ
る
い
は
皐
術
の

世
界
に
闘
し
で
も
、
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
ま
す
。

政
治
の
世
界
は
、
あ
く
ま
で
政
治
の
世
界
の
固
有
の
論
理
に
従
っ
て
動
く
と

い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
も
し
も
皐
術
の
世
界
が
政
治
の
世
界
と
思
想
的
に

意
味
の
あ
る
関
連
を
持
つ
瞬
間
が
現
代
中
園
に
お
い
て
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
あ
た
か
も
河
田
さ
ん
の
見
方
と
は
逆
に
、
政
治
の
世
界
の
愛
す
る
要
求
に
皐

術
の
世
界
が
態
じ
き
れ
な
く
な
る
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
河
田
さ

ん
も
再
三
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
園
は
「
四
つ
の
堅
持
」
を
標
傍
し
つ
つ

現
代
化
を
目
標
と
し
た
改
革
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
「
四
つ
の
堅
持
」
は
少
な

く
と
も
中
園
共
産
黛
の

一
黛
濁
裁
慢
制
を
正
骨固
化
す
る
た
め
に
は
不
可
紋
で
す

が
、
そ
の
こ
と
と
大
規
模
な
改
革
と
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
に
マ
ル
ク
ス
主
義

や
毛
津
東
思
想
の
再
解
穣
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。
こ
こ

ま
で
は
、
河
田
さ
ん
の
言
う
「
政
治
の
拳
術
に
封
す
る
支
配
」
で
設
明
が
つ
き

ま
す
。
し
か
し
岡
県
の
問
題
は
、
鼠
平
衡
の
世
界
が
そ
の
よ
う
な
要
求
に
感
じ
き
れ

な
く
な
っ
た
時
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
主
義
や
毛
津
東
思
想
の
再
解
稼
で
は
も
は

や
中
園
の
必
要
と
す
る
改
革
を
正
賞
化
で
き
な
い
と
皐
者
が
判
断
す
る
時
、
あ

る
い
は
進
ん
で
、
中
園
の
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
プ
ル
1
ラ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
箆
制
こ
そ
望
ま
し
い
と
準
者
が
皐
問
的
に
判
断
す
る
時
、
更
に
進
ん
で
、
中

園
の
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
、
皐
聞
の
政
治
か
ら
の
濁
立
が
必
要
で
あ
る
と

撃
者
が
判
断
す
る
時
、
出
現
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
こ
そ
、

政
治
の
世
界
の
動
向
を
左
右
す
る
よ
う
な
大
き
な
意
味
を
皐
術
の
世
界
が
持
っ

と
、
私
は
考
え
ま
す
。
河
田
さ
ん
の
言
う
よ
う
に
、
現
代
中
園
に
お
い
て
皐
術

は
政
治
の
動
向
を
う
ら
な
う
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
で
す
e

し
か
し
、
酸
性
の
溶
液

に
青
色
試
験
紙
を
入
れ
て
も
、
赤
く
な
る
こ
と
は
い
わ
ば
必
然
で
す
。
む
し
ろ

酸
性
洛
淡
に
敢
え
て
赤
色
試
験
紙
を
入
れ
て
、
い
つ
背
く
な
る
か
を
見
守
る
方

が
、
現
代
中
園
の
知
的
状
況
と
政
治
朕
況
を
考
察
す
る
上
で
は
意
味
が
あ
る
よ

う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。

第
二
の
疑
問
は
、
政
治
は
ど
こ
ま
で
皐
術
を
支
配
で
き
る
か
と
い
う
疑
問

で
、
こ
れ
は
あ
る
程
度
ま
で
第
一
の
疑
問
と
関
連
し
ま
す
。
政
治
が
拳
術
を
支

-157ー
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配
す
る
と
い
う
関
係
は
、
別
に
中
園
に
限
ら
ず
、
社
舎
主
義
園
に
康
く
見
ら
れ

る
現
象
で
あ
り
、
更
に
一
般
化
し
て
言
え
ば
、
政
治
権
力
が
岡
県
理
債
値
を
濁
占

す
る
償
制
で
は
常
に
見
ら
れ
る
現
象
で
す
。
戦
争
中
の
日
本
に
お
い
て
も
、
こ

の
現
象
は
存
在
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
政
治
は
果
た
し
て
間
学
術
を
全
面
的
に
支

配
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
日
本
の
戦
争
中
を
例
に
と
れ

ば
、
花
田
清
輝
は
「
奴
殺
の
言
葉
」
を
駆
使
し
て
自
ら
の
思
想
を
諮

っ
て
い
た

わ
け
で
す
し
、
あ
る
い
は
皐
術
を
も
っ
と
狭
い
意
味
に
と
っ
た
と
し
て
も
、
丸

山
岡
県
男
や
大
塚
久
雄
は
象
牙
の
塔
に
「
圏
内
亡
命
」
し
つ
つ
、
最
も
深
い
意
味

で
の
種
制
の
支
配
に
抵
抗
す
る
文
章
を
、
ま
さ
に
率
術
の
タ
l
ム
で
つ
づ
っ
て

い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
最
も
不
自
由
な
戟
時
償
制
下
で
蓄
積
さ
れ
た
思

想
の
準
備
を
抜
き
に
し
て
は
、
戦
後
の
思
想
欣
況
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
い
か
に
強
力
な
政
治
構
カ
で
あ
っ
て
も
、
研
究
者
の
内

面
ま
で
を
完
全
に
支
配
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
問
じ
こ
と
は
中
園
に
つ
い

て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
河
田
さ
ん
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
現
在
で
も
中
園
の
摩
術
界
で
は
、
政
府
の
政
策
に
皐
聞
の
レ
ベ
ル
で
同
調

し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
、
大
量
観
察
的
現
象
と
し
て
は
明
ら
か
に
存
在
し
ま

す
e

し
か
し
そ
れ
は
中
園
の
研
究
者
の
本
心
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
エ

ス
と
も
ノ

!
と
も
一
概
に
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
政
治
権
力
が
真

理
を
濁
占
し
て
荒
れ
狂
っ
た
あ
の
文
化
大
革
命
の
時
期
に
沈
歎
を
徐
儀
な
く
さ

れ
、
文
化
大
革
命
後
に
復
権
し
た
研
究
者
の
全
て
が
、
政
治
の
皐
聞
に
制
到
す
る

支
配
を
よ
し
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
と
は
、
私
に
は
到
底
思
わ
れ
な
い
の
で

す
。
私
は
河
田
さ
ん
の
よ
う
に
現
代
中
園
の
研
究
者
の
業
績
を
丹
念
に
フ
ォ
ロ

ー
し
て
い
な
い
の
で
、
残
念
な
が
ら
貸
例
を
以
て
説
得
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
が
、
俵
に
少
数
で
あ
っ
て
も
政
治
の
皐
問
支
配
に
射
し
て
緊
張
感
を
持
っ
て

い
る
研
究
者
は
い
る
と
思
う
し
、
そ
の
よ
う
な
研
究
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
を

前
提
と
し
て
、

「
奴
隷
の
言
葉
」

の
中
に
岡
県
突
を
探
ろ
う
と
試
み
る
こ
と
の
方

が
、
現
代
中
閣
の
「
知
的
紋
況
」
を
解
明
す
る
上
で
は
意
味
の
あ
る
こ
と
の
よ

う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

第
一
云
り
疑
問
は
、
現
代
中
園
の
「
知
的
状
況
」
と
、
過
去
の
中
園
の
「
知
的

状
況
」
の
関
連
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
河
田
さ
ん
は
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
と
も
あ
れ
、
。
四
つ
の
近
代
化
。
を
ス

ロ
ー
ガ

ン
と
す
る
政
治
的
要
求

が
、
現
代
中
園
の
祭
術
研
究
を
左
右
し
、

影
響
を
あ
た
え
、
歴
史
評
償
の
鑓

化
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
沓
鐙
制
の
中

園
と
同
様
、

今
日
の
郵
小
卒
時
代
に
お
い
て
も
中
園
の
歴
史
研
究
は
政
治
欣

況
を
如
貨
に
う
つ
し
だ
す
鏡
な
の
だ
。

現
在
、
中
園
の
近
代
化
は
、

『
四
つ
の
堅
持
』
す
な
わ
ち
社
舎
主
義

の

道
、
プ

ロ
レ

タ
リ
ア
濁
裁
、
共
産
黛
の
指
導
、
マ

ル
ク
ス

・
レ
l
ニ

ン
主

義
、
毛
海
東
思
想
の
堅
持
と
い
う
。
四
つ
の
基
本
原
則
。
の
枠
内
で
の
寅
施

が
叫
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
洋
務
運
動
が

φ

中
盤
西
用
。
と
い

う
枠
組
み
の
な
か
で
寅
施
さ
れ
た
よ
う
に
・

だ
が
果
た
し
て
、
そ
の
四
つ
の
基
本
原
則
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
、
近
代
化

が
本
嘗
に
達
成
で
き
る
の
か
。
洋
務
運
動
は
中
鐙
西
用
論
に
と
ら
わ
れ
て
い

た
が
ゆ
え
に
、
成
功
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
だ
。
」
(
二
一
一
一
一
一
|
一一一一

凶
頁
)

こ
の
文
章
は
裏
カ
バ
ー
に
も
印
刷
さ
れ
て
い
て
、
恐
ら
く
は
河
田
さ
ん
が
本
書

で
最
も
訴
え
た
か
っ

た
ポ
イ
ン
ト
の

一
つ
な
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
決
し
て
揚

げ
足
を
取
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
が
、
も
し
も
現
在
の
中
園
の
思
想
状
況
を

清
末
の
思
想
状
況
と
重
ね
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

洋
務
よ
り
は
む
し
ろ

務
法
の
方
が
レ
フ
ア
レ
ン
ト
と
し
て
遁
蛍
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の

no 
t-υ 
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も
、
人
民
公
社
の
よ
う
に
、
中
園
佐
倉
主
義
の
精
髄
と
自
ら
位
置
づ
け
て
き
た

制
度
を
慶
止
し
て
ま
で
「
富
強
」
を
追
求
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
清
末
で
言
え

ば
明
ら
か
に
洋
務
で
は
な
く
第
法
の
段
階
だ
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
何
故
私
が

こ
の
よ
う
な
一
見
些
細
な
問
題
に
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
、
儒
教
あ
る
い
は
マ

ル
ク
ス
・
レ

l
-
一
ン
主
義

・
毛
深
東
思
想
の
思
想
枠
組
に
拘
束
さ
れ
つ
つ
祉
曾

枠
組
の
大
規
模
な
改
革
を
強
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
清
末
繊
民
法
期
の

思
想
朕
況
と
現
在
の
思
想
朕
況
の
共
通
性
が
あ
り
、
更
に
言
え
ば
、
ま
さ
に
そ

の
船
舶
に
、
政
治
と
皐
術
の
関
係
を
め
ぐ
る
過
去
と
現
在
の
連
価
額
性
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

儒
敬
と
マ
ル
ク
ス
主
義
・
毛
淳
東
思
想
と
い
う
こ
つ
の
思
想
鐙
系
は
、
内
容

に
お
い
て
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
経
典
を
持
つ
世
界
解
緯
の

教
義
盟
系
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
政
治
鐙
制
の
正
統
性
根
援
と
な
っ
て
い
る
こ

と
は
共
通
し
ま
す
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
新
し
い
思
想
や
行
動
は
常
に
経
典
の

再
解
穆
や
積
み
換
え
を
通
し
て
正
統
化
さ
れ
、
そ
う
し
た
経
典
の
再
解
穆
が
場

合
に
よ
っ
て
は
政
治
値
制
の
正
統
性
を
脅
か
す
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
政
治
と
皐
術
は
常
に
潜
在
的
な
緊
張
関
係
に
立
ち
ま
す
が
、
そ
れ

は
必
ず
し
も
政
治
が
皐
術
を
支
配
す
る
と
い
う
一
方
的
な
関
係
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
箆
制
の
安
定
を
目
指
す
政
治
権
力
が
、
経
典
解
穫
の
濁
占
を
通
し
て
翠
術

を
支
配
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
つ
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
こ
れ
と
は
逆

に
、
皐
術
の
世
界
か
ら
設
す
る
経
典
の
再
解
穫
が
政
治
権
力
に
よ
る
公
式
の
経

典
解
剖
梓
に
板
本
的
疑
問
を
投
げ
か
け
、
む
し
ろ
貧
力
行
動
以
上
に
政
治
権
力
を

危
機
に
陥
れ
る
と
い
う
関
係
も
ま
た
成
立
す
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
清
末
の

努
法
段
階
で
起
こ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
事
態
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
儒
教
に
よ
っ
て
儒
数
種
制
の
改
革
を
正
統
化
す
る
と
い
う
こ
と

は
そ
も
そ
も
大
き
な
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
要

請
の
中
か
ら
康
有
篤
撃
の
よ
う
な
偶
数
の
根
本
的
一
丹
解
樟
が
生
ま
れ
、
そ
の
よ

う
な
儒
教
の
根
本
的
再
解
穆
が
偶
数
の
全
面
否
定
の
一
つ
の
前
提
を
作
っ
た
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
。
河
田
さ
ん
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
四
つ
の
堅
持
」
と

「
四
つ
の
現
代
化
」
の
閲
に
も
大
き
な
矛
盾
が
存
在
す
る
こ
と
は
事
寅
で
す
。

し
か
し
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
の
矛
盾
を
逆
手
に
取
る
形
で
、
新
た
な
思
想
の

地
卒
が
聞
け
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性
こ
そ
、
河
田
さ
ん

に
是
非
見
つ
け
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
の
疑
問
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
園
研
究
の
分
析
方
法
を
め
ぐ
る
も

の
で
す
e

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
河
田
さ
ん
は
、
「
政
治
と
息
術
」
と

い
う
枠
組
を
通
し
て
、
現
代
中
園
に
お
け
る
中
園
研
究
の
知
的
欣
況
を
分
析
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
枠
組
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
園
研
究
の
知
的
朕
況
を
分

析
す
る
際
に
は
影
を
潜
め
て
し
ま
い
、
む
し
ろ
研
究
者
の
タ
イ
プ
や
世
代
の

問
題
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
(
一
一
一
一
一
一

O
頁
)
。
ど
う
し
て
河
田
さ
ん
は
、
同
じ

「
政
治
と
皐
術
」
と
い
う
枠
組
を
通
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究
に
ア
プ
ロ

ー
チ
し
な
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究

も
、
中
園
の
中
園
研
究
と
異
な
る
形
で
は
あ
り
ま
す
が
、
同
様
に
政
治
の
強
い

拘
束
を
受
け
た
歴
史
を
持
つ
か
ら
で
す
。

河
田
さ
ん
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
園
研
究
が
本

絡
的
に
開
始
さ
れ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

ま
さ
に
そ
の
門
出
の
段
階
で
、
ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究
は
強
い
政
治
的
座
迫
を

受
け
ま
し
た
。
雪
一
回
う
ま
で
も
な
く
、
五

0
年
代
前
牢
の
ア
メ
リ
カ
を
襲
っ
た
マ

ッ
カ
ー
シ
ー
旋
風
で
す
e

マ
ッ
カ
ー
シ
ー
旋
風
の
背
景
に
は
、
一
九
四
九
年
の

中
華
人
民
共
和
園
の
成
立
、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
か
ら
見
て
「
中
園
の
喪
失
」
と

い
う
事
態
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
旋
風
の
主
要
な
標
的
と
な
っ

た
の
は
、
オ
l
エ
ン
・
ラ
テ
ィ
モ
ア
や
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
の
よ
う
な
中
園
研
究
者
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で
あ
り
、
あ
る
い
は
ジ
ョ
ン

・
デ
l
ピ
ス
の
よ
う
な
図
務
省
の
中
園
専
門
家
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
l
ト

・
オ
ブ
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク

・
ア
フ
ェ

ア
l
ズ
の
よ
う
な
中
園
碗
究
組
織
で
し
た
。
蒋
介
石
を
批
判
し
中
闘
共
産
黛
に

理
解
を
示
し
た
彼
等
は
、
「
中
園
を
共
産
主
義
者
に
貰
り
わ
た
し
た
赤
の
手

先
」
と
し
て
郵
劾
さ
れ
、
多
く
は
祉
曾
的
に
葬
り
去
ら
れ
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究
が
再
び
活
性
化
し
た
の
は
、

一
九
六

0
年
代
に
入
っ

て
で
す
。
既
に
ソ
連
と
の
聞
に
は
緊
張
緩
和
が
進
み
、
今
や
中
園
は
ア
メ
リ
カ

に
と
っ
て
最
も
「
危
険
な
」
存
在
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
「
危
険
な
」
中

閣
の
貨
態
を
解
明
す
る
た
め
に
多
く
の
資
金
が
中
図
研
究
に
投
じ
ら
れ
、
中
園

研
究
が
急
速
に
進
展
し
た
の
は
何
と
も
皮
肉
な
事
態
で
し
た
が
、

マ
ッ
カ
ー
シ

ー
旋
風
の
反
動
と
し
て
、

首
時
の
ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究
は
、
社
舎
科
撃
的
方

法
の
導
入
に
よ
る
拳
問
の
中
立
性
を
看
板
に
、
曲
学
問
と
政
治
の
分
離
を
唄
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
進
行
し
つ
つ
あ
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
射
し
で
も
、
個
人

と
し
て
は
と
も
か
く
、
中
園
研
究
者
と
し
て
は
沈
歎
を
守
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、

六

0
年
代
に
お
け
る
中
園
研
究
の
抜
大
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
若
い
世
代
の
中
園
研
究
者
が
、
こ
の
事
態
に
到
し
強
く
反
設
し
ま

し
た
。
彼
等
は
、
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
の
一
つ
は
ア
メ
リ
カ

の
従
来
の
繰
っ
た
中
閣
制

・
ア
ジ
ア
観
に
あ
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の

見
方
を
批
判
し
、
か
つ
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
反
封
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
中
図
研

究
者
の
責
任
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
す
。
彼
等
は
一
方
に
お
い
て
積
極
的
に

政
治
活
動
を
展
開
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
曲
目
干
問
の
領
域
で
、

-帝
闘
主
義
の
問

題
を
重
視
し
つ
つ
中
園
近
代
史
の
根
本
的
書
き
換
え
を
目
指
し
ま
し
た
。
こ
う

し
た
若
い
世
代
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
の
が
、
か
つ
て
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
旋
風
の

標
的
と
な
っ
た
フ

ェ
ア
パ
ン
ク
等
の
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
皮
肉
と
言

う
よ
り
は
悲
劇
と
言
っ
た
方
が
適
首
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
け
加
え
れ
ば
、
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
に
反
針
し
た
若
い
世
代
の
多
く
は
、
中
閣
の
文
化
大
革
命
に
共
感

を
寄
せ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
文
化
大
革
命
が
挫
折
し
た
時
、
彼
等
も
ま
た
深
い

抽
出
折
感
を
味
わ
っ
た
わ
け
で
す
。

長
々
と
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私
の
言
い
た
い
こ
と
は
、
「
政
治
と
聞
学

術
」
を
め
ぐ
る
深
刻
な
ド
ラ
マ
が
、
中
園
研
究
を
舞
主
に
し
て
、
中
園
の
み
な

ら
ず
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
繰
り
庚
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
に
は
、
中
関
研
究
の
あ
り
方
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
政
治
と
皐
術
の
関
係

の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
縮
闘
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま

す
。
で
す
か
ら
、
も
し
も
河
田
さ
ん
が
中
園
の
中
園
研
究
を
分
析
し
た
の
と
同

じ
視
角
と
手
法
を
使
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
中
園
研
究
を
分
析
し
て
い
れ
ば
、
間
早
に

中
園
と
ア
メ
リ
カ
の
比
較
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
我
々
日
本
人
中

園
研
究
者
の
置
か
れ
た
「
知
的
状
況
」
の
反
省
を
促
す
よ
う
な
、
貴
重
な
洞
察

が
そ
こ
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

輿
え
ら
れ
た
紙
数
も
遜
き
ょ
う
と
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
私
が
河
田
さ
ん
に

投
げ
か
け
た
聞
い
が
、
そ
の
ま
ま
自
分
に
返
っ
て
く
る
こ
と
を
十
分
鹿
児
悟
し
て

い
ま
す
。
私
自
身
明
確
な
解
答
を
用
意
し
て
裂
し
た
聞
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
も
今
後
の
解
く
べ
き
諜
題
で
す
。
河
田
さ
ん
と
の
共

同
作
業
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
く
こ
と
が
出
来
た
ら
、
お
互
い
に
思
い

も
よ
ら
ぬ
成
果
が
結
果
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
れ
ば
、
書
評
を
引
き

受
け
、
敢
え
て
憎
ま
れ
口
を
た
た
い
た
こ
と
に
も
積
極
的
意
味
が
あ
る
と
い
う

も
の
で
す
。
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